
吉
崎
に
恥
け
る
中
世
的
景
観
と
近
世
的
景
観

|
|
絵
図
を
通
し
て
み
た
|
|

金

年

井

は

じ

め

に

吉崎における中世的景観と近世的景観

歴
史
地
理
学
に
お
い
て
絵
図
を
扱
う
場
合
、
基
本
的
に
は
二
つ
の
視
点
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
絵
図
そ
の
も
の
の
地
図
学
な
い
し
地

図
史
的
考
察
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
絵
図
を
用
い
て
の
景
観
復
原
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
城
下
絵
図
史
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
か
な
り

の
研
究
の
蓄
積
が
み
ら
れ
、
最
近
で
は
矢
守
一
彦
氏
の
一
連
の
業
績
が
あ
げ
ら
れ
る
〈
1
〉

0

さ
ら
に
、
「
城
下
絵
図
を
用
い
て
プ
ラ
ン
の
形

成
・
変
容
過
程
、
ま
た
城
下
の
空
間
構
成
を
論
述
す
る
方
法
は
、
今
日
で
は
む
し
ろ
一
般
的
」
(
る
で
あ
り
、
地
理
学
に
限
ら
ず
他
の
分

野
に
お
い
て
も
多
種
多
様
な
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
絵
図
を
利
用
し
た
城
下
町
研
究
は
百
花
糖
乱
の
観
を
呈
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
歴
史
的
都
市
の
研
究
に
お
い
て

は
か
か
る
観
点
か
ら
の
研
究
は
充
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
(
立
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
資
料
の
乏
し
さ
に
も
起
因
す
る
。

一方、

絵
図
に

よ
る
復
原
的
研
究
も
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
本
格
的
に
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
理
由
の
一
つ
は
、
町
全

域
の
復
原
は
特
に
広
域
に
渡
る
場
合
に
は
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
金
沢
に
つ
い
て
文
化
八
年
(
一
八
一
一
〉
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時
の
町
割
、
屋
敷
割
の
復
原
図
を
作
製
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た

7
3
町
の
改
変
の
程
度
に
非
常
な
差
の
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図

吉 浦崎=h 
1=1 

古の崎

坊

士
日

1*1吉崎山絵図(文明年間)

表 1

御崎

女2.吉崎山絵図(延宝5年，東御
坊→幕府)

女3.吉崎山絵図(同年ごろ，西御IJi
坊→幕府)=5.越前国吉崎山!宏
之図 |三

宮崎4.越前国吉崎浦近辺絵図(同年
ごろ，福井藩→幕府)

女6.吉崎御坊総絵図(文化11年以降)
ー7.吉崎御坊総絵図

8.越前国吉崎真景(江戸末期)

中
世

遅

世

6.三国領吉崎浦絵図(明治 4年以降)

7.吉崎村字限大全図(明治16年)

8.福井県・石川県境界図(明治17年)

9.吉崎山之全景(明治32年)近

代

あ
っ
た
こ
と
、
全
市
域
を
カ
バ
ー
す
る
に
は
資
料
の
片
よ
り
が
あ
っ
た

こ
と
な
ど
が
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
小
規
模
で
、

カミ

マコ

都
市
化
が
進
ん
で
い
な
い
集
落
に
な
る
と
、
困
難
さ
は
か
な
り
軽
減
さ

れ
る
ケ
l
ス
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
蓮

整理番号は土屋氏による。女は本稿でとりあげたもの。

如
上
人
の
建
設
し
た
最
初
の
寺
内
町
で
あ
る
吉
崎
を
と
り
あ
げ
、
絵
図

類
を
主
な
資
料
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。
土
口
崎
は
以
後
に
建

設
さ
れ
る
寺
内
町
の
テ
ス
ト
ワ
l
ク
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

研
究
は
次
節
に
あ
げ
る
よ
う
な
書
を
除
い
て
は
、
多
く
を
数
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
復
原
的
研
究
は
意
味
の
あ
る
こ
と
と
考
え

る
。

吉
崎
の
古
絵
図

吉
崎
関
係
の
絵
図
に
つ
い
て
は
既
に
土
屋
久
雄
氏
が
調
査
を
行
な

し、

一
書
に
ま
と
め
た
も
の
が
あ
る
(
5
Y

こ
れ
は
各
絵
図
を
時
代
順

に
配
列
し
、
そ
の
成
立
の
経
緯
、
特
色
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
士
口
崎

の
絵
図
の
ほ
ぼ
全
体
像
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に

(注)

は
記
載
の
全
く
同
じ
、
な
い
し
か
な
り
似
か
よ
っ
た
内
容
の
も
の
が
み



ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
地
図
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
景
観
復
原
に
重
心
を
置
い
て
い
る
の
で
、
類
似
の
絵
図
か
ら
は
一
つ
を

サ
ン
プ
ル
と
し
て
取
り
だ
せ
ば
充
分
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
土
屋
氏
に
よ
る
絵
図
の
リ
ス
ト
を
さ
ら
に
表
ー
の
よ
う

に
整
理
し
て
み
る
。
番
号
を
横
に
な
ら
べ
た
の
は
原
図
が
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
を
示
す
。
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
吹
を
つ
け
た

も
の
を
と
り
あ
げ
考
察
し
て
み
た
い
。
な
お
地
図
は
通
常
一
般
図

(
m
g
m
E戸
田
昌
)
と
主
題
図

(
H
V
g
g昨日ロ

5
4
)
に
分
け
ら
れ
る
が
、

古
図
を
ど
ち
ら
か
に
ふ
り
わ
け
る
の
は
難
し
い
。
作
製
目
的
か
ら
い
え
ば
主
題
図
的
な
も
の
が
多
く
、
当
然
記
載
内
容
に
よ
り
発
言
し
う
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写真 1r蓮如上人火難の図J(部分)(吉崎寺蔵〕

図古
P
H
U
 

雄久屋土蔵
〕

寺
る

西
よ

照
に

'
n」

」
月
跡

図
保
坊

絵
町
御

坊
賀
崎

御
多
士
口

崎
県
た

古
賀
み

「
滋
ら

2
〔
か

真写
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「吉崎山絵図」山上付近(部分)

向上(部分)

〔福井県立図書館蔵〕

写真 3-2

る
こ
と
が
ご
く
限
ら
れ
て
く
る
。
た

だ
こ
こ
で
は
何
ら
か
の
形
で
「
復
原
」

と
い
う
目
的
に
合
致
す
る
も
の
を
と

り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
絵
図
一
〕
「
蓮
如
上
人
火
難
の

図
(
6
〉
(
写
真
1
〉

こ
の
図
に
つ
い

写真 3-1

て
は
既
に
前
稿
(
7
〉
で
紹
介
し
た
の

で
詳
細
は
省
く
が
、
山
上
の
御
坊
、

麓
の
集
落
と
い
う
垂
直
的
関
係
が
み

ら
れ
る
最
初
の
絵
図
と
い
え
る
。
し

よ
う
な
多
屋
の
記
載
が
全
く
な
い
。

ー
リ
ー
を
描
く
の
が
主
目
的
で
あ
っ
て
、
他
の
記
載
は
そ
の
背
景
、
な
い
し
付
加
物
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
こ
れ
に
は
次
の
〔
絵
図
二
〕
の

か
し
蓮
如
上
人
の
退
避
と
い
う
ス
ト

〔
絵
図
ニ
〕
「
吉
崎
御
坊
絵
図
」
(
写
真
2
)

鳥
轍
図
風
で
地
図
と
し
て
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
が
、
貴
重
な
資
料
に
は
変
わ
り
な

ぃ
。
こ
れ
に
よ
る
と
平
地
部
の
家
屋
は
萱
ぶ
き
、
荒
壁
で
当
時
の
一
般
的
な
つ
く
り
と
い
え
る
。
家
並
は
あ
る
程
度
の
統
一
が
な
く
も
な

い
が
、
あ
ま
り
整
然
と
は
し
て
い
な
い
。
の
ち
の
計
画
都
市
日
寺
内
と
は
や
や
異
な
る
印
象
を
う
け
る
が
、
他
の
寺
内
町
も
あ
る
い
は
当

初
は
こ
う
い
う
景
観
を
呈
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
絵
図
で
は
北
大
門
の
下
あ
た
り
に
一

O
軒
の
家
屋
が
描
か
れ
て
い
る
が
、



屋
根
型
か
ら
み
る
と
六
軒
が
入
母
屋
、
四
軒
が
切
妻
風
に
み
え
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
当
時
の
集
落
の
一
般
的
傾
向
と
同
様
、
農
村
と

も
町
屋
と
も
判
然
と
区
別
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

絵
図
に
は
さ
ら
に
多
屋
九
房
と
南
・
北
大
門
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
馬
場
大
路
を
は
さ
む
こ
れ
ら
の
配
置
が
明
ら
か
に
な

り
、
そ
の
点
で
も
重
要
な
絵
図
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
位
置
も
あ
ま
り
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
と
思
え
る
。
な
お
、
平
地
部
か
ら
士
口

崎
山
上
に
至
る
に
は
か
な
り
道
路
の
傾
斜
が
急
で
あ
り
、
特
殊
な
事
情
が
な
い
限
り
建
造
物
な
ど
が
つ
く
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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「吉崎山絵図」山上付近(部分)写真 4-1

同上(部分)

日富井県立図書館蔵】

写真 4-2

多
屋
が
「
寺
内
町
の
防
衛
軍
の
屯
所
で
あ

り
、
そ
の
兵
姑
的
基
地
と
し
て
の
機
能
も
果

し
た
」
官
〉
と
い
う
指
摘
は
こ
の
よ
う
な
地

形
条
件
か
ら
み
て
も
当
を
得
て
い
る
。
逆
に

平
地
部
の
家
屋
が
戦
時
に
な
る
と
第
一
に
犠

牲
に
な
る
こ
と
も
位
置
か
ら
み
て
当
然
で
あ

ろ
う
。
最
後
ま
で
防
御
す
べ
き
は
御
坊
で
あ

っ
て
、
発
想
が
城
下
町
的
で
あ
る
(
御
坊
を

城
に
置
き
か
え
る
と
よ
い
)

0

〔
絵
図
三

l
a〕
「
吉
崎
山
絵
図
」
(

9

)

(

写

真
3
I
1

・2
)
、

〔
絵
図
三

1
b〕
「
士
口
崎

山
絵
図
」
(
写
真
4
1
1
・
2
)
、

〔
絵
図
三
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「越前国吉崎浦近辺絵図」山上付近(部分)

〔福井県立図書館蔵コ

写真 5

-

C
〕
「
越
前
国
吉
崎
浦
近
辺
絵
図
」
(
写
真
5
〉

こ
の
三
枚
の
絵
図
は
延
宝
五

年
(
一
六
七
七
〉
、
士
口
崎
山
上
の
旧
跡
に
つ
い
て
東
西
両
派
が
争
っ
た
と
き
、

a 
図

は
東
御
坊
側
か
ら
、

b
図
は
西
御
坊
側
か
ら
、

c
図
は
福
井
藩
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

幕
府
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
枚
を
比
較
す
る
の
は
仲
々
興
味
深
い

(表
2
)
。
い
ず
れ
も
そ
の
時
点
に
お
け
る
吉
崎
山
の
遺
跡
を
明
確
に
提
示
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
主
題
図
と
い
え
、
そ
れ
以
外
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
簡
略
化

な
い
し
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
集
落
の
記
載
は
か
な
り
雑
で
あ
り
、

そ
の
表
現
に
つ
い
て
は
表
2
の
通
り
景
観
図
風
あ
る
い
は
団
塊
状
で
あ
る
。

ペコ
し、

で
な
が
ら

c
図
に
よ
り
吉
崎
が
加
賀
と
越
前
に
分
割
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

b
図
に

よ
り
当
時
の
吉
崎
の
集
落
が
「
家
数
百
三
十
間
ダ
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

旧
蹟
地
の
記
載
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
当
然
な
が
ら
殆
ん
ど
重
複
し
て
い

ら
で
あ
ろ
う
。
逆
に

a
図
の
み
に
ス
ケ
ー
ル
の
記
載
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
三
枚
と
も
力
点
の
か
け
方
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

る。

b
・
c
図
に
「
土
平
(
日
土
塀
)
」
の
記
載
が
な
い
の
は
不
必
要
と
考
え
た
か

山
上
付
近
の
形
態
、
描
写
が
一
番
正
確
か
つ
刻
明
と
思
わ
れ
る
の
は

c
図
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
最
も
よ
く
目
的
に
か
な
っ
て
い

る。

a
図
は
集
落
景
観
が
か
な
り
具
体
的
で
あ
り
、
例
え
ば
細
呂
木
村
で
は
手
前
の
川
に
か
か
る
橋
、
町
へ
の
入
口
に
あ
る
門
、
柵
ま
で

ト
・
マ
ッ
プ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
全
体
と
し
て
は
概
略
を
示
す
に
と
ど
ま
る
。
ま
た

a
図
(
そ
れ
に

b
図
)
の
絵
図
の
特
徴
は
士
口
崎
付
近
の
ル

I

つ
ま
り
金
津
|
(
十
四

l
五
町
)
↓
上
野
|
(
壱
里
〉
↓
細
呂
木

l
(壱
里
半
〉
↓
吉
崎
と
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図

図

図

a
・b

c

*道全体でなく，中央に赤線を入れている部分がある。 **1，マーグで

記載を統一。*ホホ吉崎を除く。**料b図については名称の記載がな

いが，明らかにそれとわかる描き方である。

注)

い
う
距
離
が
示
さ
れ
、
ま
た
七
カ
所
に
貼
紙
が
し
て
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
五
枚
は
「
|
従
是

i

へ
寄
」
と
い
う
書
式
の
も
の
で
、
例
え
ば
「
鹿
嶋
従
是
西
南
へ
寄
」
、
「
塩
越
之
松
従
是
南
へ

寄
」
な
ど
と
、
そ
の
地
点
か
ら
鹿
島
、
塩
越
之
松
等
々
へ
行
く
方
角
を
示
し
て
あ
る
。

b
図
は
山
、
樹
木
、
士
口
崎
浦
の
家
並
が
か
な
り
写
実
的
で
あ
る
が
、
道
路
の
形
は
か
な
り
整

形
さ
れ
て
い
る
。
道
の
記
載
は
各
々
で
異
な
り
、

一
番
詳
細
に
描
い
て
あ
る
の
が
こ
の

b
図、

一
番
省
略
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は

a
図
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
(
特
に

a
・b
図
)
形

は
正
確
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
先
述
の
「
吉
崎
山
絵
図
」
ハ
担
と
比
べ
て
み
る
と
、

家
屋
形
態

の
変
化
が
み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
〔
絵
図
二
〕
で
み
ら
れ
た
シ
ン
プ
ル
な
切
妻
が
姿
を
消
し
、

「
寄
棟
や
切
妻
に
比
べ
て
や
や
複
雑
で
、
技
巧
的
な
構
成
で
あ
る
」
ハ

g
入
母
屋
造
り
に
変
貌

し
て
い
る
。
景
観
上
は
町
屋
的
要
素
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
街
村
と
い
う
の
が
当
っ
て
い

ょ
う
。以

上
や
や
仔
細
に
検
討
し
て
き
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
三
枚
の
絵
図
か
ら
い
え
る
こ
と

は
、
こ
の
時
期
の
士
口
崎
は
近
世
末
期
の
門
前
町
の
景
観
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
〔
絵
図
四
〕
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
い
。
た
だ
留
意
を
要
す
る
の
は

a
図
に
は
前
者
、

b
図
に
は
後
者
が
で
て

「
吉
崎
ノ
里
」
と
「
吉
崎
浦
」
と
の
混
同
で
あ
る
。

お
り
、
図
面
を
見
比
べ
て
も
ズ
レ
て
い
る
感
じ
だ
が
、

お
そ
ら
く
別
の
集
落
と
い
う
意
味
で
は

な
く
、
吉
崎
の
沿
岸
部
と
い
う
意
味
の
土
口
崎
浦
と
、
集
落
と
し
て
の
吉
崎
浦
が
揖
乱
し
て
い
る
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の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

a
図
で
は
集
落
名
を
「
吉
崎
ノ
里
」
と
し
、
沿
岸
部
に
行
く
の
に
「
吉
崎
浦
従
是
南
山
際
へ
寄
」
と
示
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

b
図
で
の
吉
崎
浦
は
先
述
の
よ
う
に
集
落
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
集
落
は
名
前
・
位
置
か
ら
推
し
て
漁
村
的

性
格
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
な
お
写
真

4
1
2
の
「
経
塚
山
」
は
字
名
詰
)
か
ら
察
し
て
も
図
1
の
K
|
1
(現
在
は
大
部
削

符
合
す
る
。
同
じ
く
春
日
山
は

K

2
で
あ
り
、

ら
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
は
北
東

l
西
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
)
で
あ
り
、
こ
の
部
分
が
墓
地
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も

吉崎における中世的景観と近世的景観.195 

「
吉
崎
道
」
に
あ
た
る
の
が

Y
1
2
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「吉崎御坊総絵図」写真 6-1

こ
こ
で
付
言
し
た
い
の
は
、
吉
崎

の
道
路
お
よ
び
そ
れ
に
沿
う
町
並
が

〔願慶寺蔵コ

う
ま
く
地
勢
と
一
致
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り

Y
ー
ー
は

c
l
Dと
つ
な
が
る
。
こ
の

C
I
D

上(部分)

が
門
前
町
吉
崎
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
l

ト
で
あ
る
、
が
、

そ
の
北
側
の

x
t
r

同

z
l
Zも
同
様
に
等
高
線
に
沿
っ
て

写真 6-2

湾
曲
し
た
道
路
で
あ
り
、

し
た
が
っ

て
こ
れ
ら
も
近
年
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、

か
な
り
以
前
か
ら
存

在
し
た
自
然
道
な
の
で
あ
ろ
う
。
土
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地
の
高
低
か
ら
も
そ
れ
は
わ
か
る
(
図
2
)
。

ま
た
C
J
D
は
汀
線
と
平
行
に
走
り
、
こ
れ
も

地
勢
上
、
自
然
で
あ
る
。

〔
絵
図
回
〕
「
吉
崎
御
坊
総
絵
図
」
(
写
真
6

1
1
・2
)

図
の
左
上
方
に
「
享
保
七
年
本

士
口
崎
山

O 

吉崎の原地形

願
寺
掛
所
ト
相
成
、
勅
願
所
吉
崎
御
坊
ト
申

候
。
西
御
堂
文
化
十
一
戊
年
福
井
御
坊
兼
帯
ト

相
成
、
士
口
崎
兼
帯
所
ト
申
候
」
と
あ
る
こ
と
か

図 2

ら
作
製
年
代
は
文
化
一
一
年
(
一
八
一
四
〉
以

降
、
西
本
願
寺
側
の
手
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ

と
は
わ
か
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の

絵
図
は
図
法
か
ら
み
る
と
鳥
撒
図
で
、

一
部
は

立
面
図
(
建
物
・
樹
木
な
ど
を
正
面
か
ら
み
る

感
じ
で
描
く
〉
、
記
載
内
容
か
ら
み
る
と
一
般

が
で
き
る
。
御
坊
前
に
至
る
道
路
に
面
し
た
家
屋
(
お
そ
ら
く
は
商
庖
が
多
い
〉
は
ほ
と
ん
ど
二
階
建
て
で
、
瓦
屋
根
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
そ
れ
以
外
で
は
家
屋
の
密
度
も
そ
れ
程
で
は
な
く
、
平
屋
で
萱
ぶ
き
ら
し
い
も
の
も
多
く
み
ら
れ
る
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
柵
が
み



ら
れ
る
の
は
も
も
と
も
と
は
海
風
よ
け
の
柴
垣
で
あ
ろ
う
か
。
倉
ら
し
い
も
の
も
存
在
す
る
。
と
も
か
く
町
の
景
観
を
か
な
り
具
体
的
に

把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
絵
図
で
、
そ
の
点
で
は
他
の
絵
図
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
〔
絵
図
三

l
a
i
c
〕
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
家
並
が
こ
の
よ
う
な
門
前
町
の
景
観
に
い

つ
変
化
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
町
屋
化
の
時
期
で
あ
る
。
常
識
的
に
考
え
て
も
、
こ
れ
は
核
と
な
る
寺
院
の
建
立
と
平
行
し
て

い
る
。
西
本
願
寺
の
本
堂
は
延
宝
六
年
(
一
六
七
五
)
に
建
立
さ
れ
、

一
方
、
東
別
院
は
延
享
四
年
(
一
七
四
一
二
〉
の
新
築
に
か
か
る
も

の
で
あ
る

2
3
ま
た
、
東
本
願
寺
で
の
蓮
如
上
人
御
正
忌
法
会
が
は
じ
め
ら
れ
た
の
は
、
宝
暦
二
年
(
一
七
五
二
)
三
月
の
こ
と
で
あ

り
(
阜
、
門
前
町
の
賑
わ
い
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
以
降
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
門
前
町
の
形
成
は
早
く
み
て
、

一
八
世

吉崎における中世的景観と近世的景観

紀
の
終
り
ご
ろ
か
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
吉
崎
へ
は
北
陸
街
道
の
支
線
(
写
真
4
1
2
の
「
吉
崎
道
」
)
が
流
入

し
て
お
り
、
こ
れ
が
町
の
発
展
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
疑
い
な
い

auo

さ
て
こ
れ
ら
の
寺
院
が
吉
崎
山
山
上
で
は
な
く
麓
に
建
設
さ
れ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
吉
崎
山
の
所
有
を
め
ぐ
っ
て
延
宝
年
聞
に
東
西
両
派
の
争
い
が
お
こ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
も
と
を
た
ど
れ
ば
江

戸
幕
府
に
よ
る
本
願
寺
の
分
立
が
遠
因
で
あ
る
。
こ
の
争
論
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
寺
社
奉
行
の
裁
断
に
つ
い
て
は
『
金
津
町
史
』
ハ
自
に

詳
し
い
が
、
結
局
ど
ち
ら
の
主
張
も
認
め
ら
れ
ず
、

「
論
所
の
旧
蹟
要
害
の
地
た
る
に
よ
り
、
破
却
仰
せ
付
け
ら
れ
候
。
自
今
以
後
双
方

よ
り
旧
蹟
へ
手
入
れ
仕
る
べ
か
ら
ず
。
閉
山
法
事
の
儀
は
山
下
の
道
場
に
て
執
行
い
た
す
べ
く
」
〈
立
云
々
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
た
。

士
口
崎
は
門
前
町
の
形
態
か
ら
み
る
と
、
町
並
の
端
に
寺
院
が
位
置
す
る
形
、
す
な
わ
ち
周
辺
位
置
型
白
〉
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
偶

197 

然
そ
う
な
っ
・
た
と
い
う
要
素
も
あ
る
。
も
し
山
上
に
つ
い
て
東
西
ど
ち
ら
か
の
独
占
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
士
口
崎
山
山
上
に
寺

院
が
建
立
さ
れ
、
実
際
と
は
異
質
な
門
前
町
の
景
観
が
現
出
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
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て
も
既
に
前
稿
品
〉
で
一
部
を
紹
介
し
た
が
、

「吉崎浦絵図」主要部分写真 7-1

と
舟
着
き
場
を
結
ぶ
近
道
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

suが、
向上(上方の記載)

〔願慶寺蔵〕

写真 7-2

な
お
図

右
上
方
に

み
ら
れ
る

屈
折
し
た

道
が
「
七

曲

り

の

道
」
で
あ

る
。
こ
れ

は
士
口
崎
山

そ
れ
が
近
世
後
期
に
な
っ
て
も
な
お
存
在
し
て
い
た
こ

も
ち
ろ
ん
蓮
如

時
代
の
も
の
で
あ
り
、

と
が
わ
か
る
。

円
絵
図
五
〕

「
士
口
崎
浦
絵
図
」

ハ
写
真
7
1
1
・2
)

ま
ず
図
法
か
ら
み
る
と
景
観
図
の
一
種
で
あ
る
が
、
鳥
轍

こ
の
図
に
つ
い

に
い
え
る
特
徴
で
あ
ろ
う
。

図
の
右
上
方
に
は
、

図
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
図
の
上
方
と
下
方
で
は
屋
根
-
文
字
の
向
き
が
逆
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
び
と
り
あ
げ
る
。

こ
れ
は
江
戸
期
の
村
ハ
町
U

絵
図
全
般

載
は
例
え
ば
「
正
庵
中
畑
九
百
歩
」
と
か
、

「
経
塚
下
畑
五
百
歩
」
γ

と
い
っ
た
よ
う
に
、

ま
ず
字
名
、

「
寛
永
五
年
戊
年
辰
五
月
十
一
日
相
認
改
而
御
上
様
江
奉
御
覧
入
候
」
と
あ
り
、
記

次
に
畑
の
上
・
中
・
下
の
等
級
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図 3
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が
一
示
さ
れ
、

さ
ら
に
そ
の
面
積
が
記
さ
れ
て
い
る
。

田
に
つ

い
て
は
「
打
越
田
上
九
百
歩
、
中
千
二
百
六
十
申
、
下
千
九
百

舟
五
申
、

合
四
千
九
十
五
申
」
な
ど
と
書
か
れ
て
お
り
、

や

は
り
字
名
、
次
に
上
回

l
下
回
別
の
面
積
が
示
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
「
御
上
様
」
に
「
奉
御
覧
入
」
る
た
め
の
耕
地
の
現

況
報
告
図
で
あ
る
。
こ
の
絵
図
に
よ
り
|
〔
絵
図
三

I
l
a
-

C

〕
よ
り
早
期
の
も
の
で
あ
り
、
ー
当
然
ま
だ
門
前
町
に
は
発
展

し
て
い
な
か
っ
た
が

i
近
世
初
頭
に
は
既
に
吉
崎
山
の
麓
に
集

落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
先
に
指
摘
し

た
よ
う
に
村
落
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
集
落
の

記
載
は
こ
の
絵
図
の
主
目
的
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の

概
略
を
示
す
-
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
統
一
の
屋
根
型
マ

ー
ク
で
家
並
が
描
か
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
模
様
と
い
っ
た
方
が

-、、。

一

C

、vさ
て
図
左
下
に
「
カ
シ
マ
(
日
鹿
島
ど
が
み
ら
れ
る
。
乙

れ
は
一
今
ま
で
の
絵
図
に
も
で
で
き
て
い
る
が
、
現
在
は
，
陸
続
き

と
た
ヲ
て
陸
繋
島

Q
S仏
企
包
広
告
門
戸
V

の
形
態
を
な
レ
て



200 

い
る
。
さ
ら
に
こ
の
図
と
現
在
の
地
形
図
(
図
3
〉
と
を
見
比
べ
た
い
。
絵
図
で
は
家
屋
が
現
大
聖
寺
川
の
か
な
り
近
く
ま
で
寄
っ
て
お

り
、
そ
こ
に
は
水
田
の
記
載
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
か
な
り
の
規
模
の
水
田
が
町
の
北
側
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
つ
て

の
大
聖
寺
川
が
こ
れ
ら
の
水
田
地
域
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
空
中
写
真
で
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
水
田
が
極
め
て

低
平
な
場
所
を
占
め
、
集
落
と
の
聞
に
明
確
な
段
差
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
(
図
2
参
照
〉
。
鹿
島
が
陸
地
と
つ
な
が
っ
た

姿
を
み
ら
れ
る
の
は
、
明
治
三
二
年
(
一
八
九
九
)
に
刊
行
さ
れ
た
渡
辺
市
太
郎
編
『
若
越
宝
鑑
図
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
銅
版
画
に

お
い
て
で
あ
る

az
た
だ
し
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
に
言
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

鹿
島
と
陸
地
を
結
ぶ
陸
繋
砂
州
は
近
世
後
期
以
降
に
発
達
し
、
末
期
に
は
架
橋

a〉
が
で
き
る
程
の
間
隔
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
遅
く

と
も
明
治
三

O
年
ご
ろ
ま
で
に
は
陸
続
き
と
な
っ
た
、
と
。

お

わ

D
に

絵
図
を
手
が
か
り
と
し
、
主
と
し
て
吉
崎
の
景
観
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
吉
崎
の
場
合
、
沿
岸
部
の
埋
め
た
て
が
行
な
わ
れ
た

り
し
て
地
形
の
改
変
が
ひ
ど
く
、
地
形
的
側
面
か
ら
の
考
察
も
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
若
干
の
ベ
た
。

要
す
る
に
蓮
如
時
代
の
吉
崎
に
つ
い
て
は
町
が
完
全
に
消
失
し
た
た
め
、
概
略
を
知
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
む
し
ろ
村

落
(
的
)
景
観
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
筆
者
は
寺
内
町
の
「
農
村
的
」
↓
「
都
市
的
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
設
定
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
ハ
号
が
、
士
口
崎
も
当
初
は
「
農
村
的
」
寺
内
町
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
「
都
市
的
」
に
発
展
す
る
前
に
集
落

は
消
滅
し
た
の
で
あ
る
が
。

門
前
町
吉
崎
は
そ
れ
と
は
全
く
別
の
範
鴫
の
も
の
で
あ
り
、
江
戸
期
の
他
の
門
前
町
と
同
様
、
多
分
に
行
楽
地
的
色
彩
を
帯
び
て
い
た



と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
江
戸
初
期
か
ら
門
前
町
の
形
成
に
至
る
変
遷
に
つ
い
て
、
絵
図
を
も
と
に
考
察
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。

i主

吉崎における中世的景観と近世的景観

(
1
)

矢
守
一
彦
「
米
沢
城
下
絵
図
史
に
つ
い
て
l
地
図
史
的
考
察
の
試
み
」
史
林
五
六
1

二
、
一
九
七
一
一
一
、
同
「
福
井
城
下
絵
図
史
に
つ
い
て
」

(
『
歴
史
地
理
研
究
と
都
市
研
究
』
上
巻
、
大
明
堂
、
一
九
七
八
)
、
同
「
金
沢
城
下
絵
図
史
に
つ
い
て
」
史
林
六
二

l
一
二
、
一
九
七
九

(
2
)

矢
守
一
彦
「
都
市
史
研
究
と
古
地
図
」
(
豊
田
武
他
編
『
講
座
・
日
本
の
封
建
都
市
』
第
一
巻
、
文
一
総
合
出
版
、
一
九
八
一
一
)
一
一
一
九

O
頁

(
3
)

そ
の
点
、
寺
内
町
貝
塚
・
富
田
林
を
と
り
あ
げ
、
各
種
古
地
図
・
地
籍
図
か
ら
町
の
建
設
時
の
プ
ラ
ン

1
拡
大
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
水
田
義

一
氏
の
論
稿
は
注
目
に
値
す
る
。
水
田
義
一
「
寺
内
町
貝
塚
の
変
容
」
和
歌
山
地
理
、
創
刊
号
、
一
九
八
一
同
「
寺
内
町
の
建
設
プ
ラ

ン
」
(
前
掲

(
2
)
所
収
)
、
一
九
八
二

(
4
)

拙
稿
「
文
化
八
年
『
町
方
絵
図
部
分
図
』
に
よ
る
金
沢
の
町
割
・
屋
敷
割
の
復
元
」
金
沢
経
済
大
学
論
集
一
五
l
一
、
一
九
八
二

(
5
〉
土
屋
久
雄
『
古
図
か
ら
み
た
吉
崎
御
坊
跡
』
金
津
町
教
育
委
員
会
、
一
九
七
六

(
6
)

こ
の
絵
図
(
文
明
七
年
)
は
土
屋
著
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
拙
稿
「
士
口
崎
御
坊
と
真
宗
門
徒
」
(
藤
岡
謙
二
郎
監
修
『
北
陸
道
の
景
観

と
変
貌
』
古
今
書
院
よ
り
発
刊
予
定
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)

前
掲
(
6
)

(
8
)

西
川
幸
治
「
寺
内
町
の
形
成
と
展
開
」
(
『
日
本
都
市
史
研
究
』
)
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
二
、
三
九

O
頁

(
9
)

い
ず
れ
も
福
井
県
立
図
書
館
保
管
、
松
平
文
庫
(
松
平
宗
紀
民
蔵
)
に
よ
る
。
分
類
番
号
は
M
万

I
7
・
8
・

9

(
叩
)
こ
の
絵
図
の
写
し
が
東
・
西
岡
本
願
寺
に
あ
る
が
、
い
か
な
る
わ
け
か
そ
れ
ら
で
は
家
屋
の
屋
根
型
が
入
母
屋
式
に
か
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)
杉
本
尚
次
「
民
家
の
地
理
」
(
木
内
信
蔵
編
『
文
化
地
理
学
』
)
朝
倉
書
脂
、
一
九
七

O
、
一
一
一
一
八
頁
。

(
ロ
)
士
口
崎
の
小
字
地
名
に
つ
い
て
は
前
掲

(
6
)
を
参
照
。

(
日
)
西
本
願
寺
に
つ
い
て
は
同
寺
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
東
本
願
寺
に
つ
い
て
は
『
金
津
町
の
文
化
財
』
金
津
町
教
育
委
員
会
、

一
一
良
の
記
述
に
よ
る
。

(
日
比
)
坪
内
晋
『
蓮
如
上
人
御
影
像
供
奉
記
』
、

一
九
八
二
、

201 

一
九
七
六
、
八
頁
。

上
人
の
御
影
を
吉
崎
か
ら
京
の
東
本
願
寺
に
運
び
、
さ
ら
に
そ
れ
を
持
ち
帰



る
と
い
う
こ
之
が
現
在
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
同
行
記
録
で
あ
る
。
ち
な
み
に
京
に
向
う
の
を
「
お
帰
り
わ
て
再
び
吉
崎
広
戻
る

の
を
「
お
い
で
」
と
よ
ぶ
。

(
日
)
寺
内
町
の
一
一
般
的
性
質
と
し
て
交
通
の
要
地
に
位
置
す
る
ζ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

ζ

れ
は
既
に
士
ロ
崎
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
地

理
的
条
件
に
つ
い
て
は
長
沼
賢
海
氏
が
い
も
は
や
く
着
目
し
て
い
る
。
長
沼
賢
海
「
蓮
如
上
人
と
一
撲
運
動
」
(
『
日
本
宗
教
史
の
研
究
』
)
教
育

研
究
会
)

e

一
九
三
八

(
羽
)
『
金
津
町
史
』
金
津
町
数
育
委
員
会
、
a

一
九
五
七
、
九
五

t九
九
頁

(
U
V

前
掲
(
刊
泊
三
九
宍
頁

(
回
山
藤
本
利
治
『
門
前
町
』
古
今
書
院
、
一
九
七

O
、
六
一
一
一
頁

九
回
山
前
掲
h
v
b

山
、
三
一
一
頁

(
却
)

e

前
掲
A
6
u

hm山
ζ

の
版
箇
に
つ
い
て
は
前
掲
m
5
二
八
頁
を
み
ち
れ
た
い
。

(幻
v

h

絵
図
四
〕
「
吉
崎
御
坊
総
図
」
花
そ
の
姿
が
み
ら
れ
る
。
一
写
真
8
1
1参
照
。

(mw
拙
稿
「
寺
内
町
の
、
形
態
め
類
型
左
そ
の
変
容
L

人
文
地
理
一
目
一
一
-
一
1
1
一-一、

F

一
九
八
日
一
、
八
四

1
八
五
頁

!l02 

付
記

絵
図
の
撮
影
を
許
可
さ
れ
た
福
井
県
立
図
書
館
、
世
間
埼
寺
、
願
慶
寺
め
関
係
者
の
方
々
、
空
下
中
写
真
の
閲
覧
と
判
読
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
金
沢
大

学
理
学
部
の
約
野
義
夫
教
授
、
同
じ
く
文
学
部
の
守
屋
京
智
雄
助
教
授
、
北
日
本
測
量
蚕
去
在
、
一
民
家
の
形
戎
に
つ
い
て
御
教
示
い
た
だ
い
た
金
沢

工
業
大
学
の
土
屋
敦
夫
助
教
授
、
そ
れ
・
に
全
体
に
わ
た
っ
て
細
か
い
御
注
意
を
し
て
下
さ
っ
た
「
金
沢
大
学
教
養
部
の
駒
井
正
一
助
教
授
に
厚
夕
、
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。




